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●
文
化
財
と
し
て
の「
川
越
ま
つ
り
」

川
合
善
明
川
越
市
長

　

今
年
は
市
制
施
行
九
十
周
年
で
す
の

で
、
多
く
の
山
車
に
ご
参
加
い
た
だ
き
、

川
越
ま
つ
り
を
盛
大
に
開
催
で
き
れ
ば
と

願
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
今
の
川
越
ま
つ

り
は
、
川
越
氷
川
祭
が
発
祥
だ
と
い
う
こ

と
を
改
め
て
市
民
の
皆
さ
ん
に
も
知
っ
て

い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

初
歩
的
な
質
問
で
す
が
、
重
要
無
形
民

俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
の
は
全
て

の
行
事
を
含
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
か
。

山や
ま

田だ

禎よ
し

久ひ
さ

川
越
氷
川
神
社
宮
司

　

重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た

範
囲
は
、
氷
川
神
社
の
神じ

ん

幸こ
う

祭さ
い

に
供ぐ

奉ぶ

す

る
形
で
発
展
し
た
山
車
行
事
の
部
分
だ
と

思
い
ま
す
。
実
際
に
は
「
川
越
氷
川
祭
の

山
車
行
事
保
存
会
」（
会
長
・
笠か

さ

原は
ら

啓け
い

一い
ち

さ
ん
）と
い
う
団
体
が
、「
川
越
氷
川
祭
の

山
車
行
事
」
の
保
護
団
体
に
な
っ
て
い
ま

す
。
た
だ
し
、
そ
の
範
囲
は
氷
川
神
社
の

氏
子
区
域
で
あ
っ
て
、
全
市
的
な
「
川
越

ま
つ
り
」
が
国
の
指
定
を
受
け
た
も
の
で

は
な
い
の
で
す
。

馬ば

場ば

弘
ひ
ろ
し

川
越
市
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員

　

山
車
が
神
幸
祭
に
供
奉
す
る
の
で
す
か

ら
、
山
車
を
出
す
た
め
に
は
神
幸
祭
が
な

く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。そ
う
す
る
と
、

必
然
的
に
神
幸
祭
も
文
化
財
の
範
囲
に
入

「
川
越
ま
つ
り
」

を
考
え
る

　
市
制
施
行
九
十
周
年
を
迎
え
た
今
年
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
記
念
事

業
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
市
内
最
大
の
祭
り
で
あ
る
「
川
越
ま

つ
り
」
は
、
中
で
も
重
要
な
催
し
の
一
つ
で
す
。
今
年
の
「
川
越

ま
つ
り
」
が
九
十
周
年
を
祝
う
の
に
ふ
さ
わ
し
く
、
盛
大
に
開
催

で
き
る
よ
う
、ま
た
市
民
の
皆
さ
ん
に
も
、も
っ
と「
川
越
ま
つ
り
」

に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
、
川
越
城
本
丸
御
殿
の

大
広
間
に
関
係
者
が
集
ま
り
、自
由
に
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

左から、川越市文化財保護審議会委員・馬場弘さん、川越氷川神社宮司・山田禎久さん、川合善明川越市長、
小江戸川越観光協会会長・粂原恒久さん、小江戸川越観光親善大使・龍神由美さん
後ろの甲冑は、川越城最後の藩主を務めた松平周防守家の2代目・松平康重所用のもの（市立博物館蔵）

左から、川越市文化財保護審議会委員・馬場弘さん、川越氷川神社宮司・山田禎久さん、川合善明川越市長、
小江戸川越観光協会会長・粂原恒久さん、小江戸川越観光親善大使・龍神由美さん
後ろの甲冑は、川越城最後の藩主を務めた松平周防守家の2代目・松平康重所用のもの（市立博物館蔵）

＊
本
文
中
は
敬
称
を
省
略
し
て
い
ま
す
。
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っ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

山
田　

祭
り
、
と
い
う
も
の
は
神
様
を
中

心
と
し
た
宗
教
的
な
祭
り
と
、
町
の
人
た

ち
が
中
心
と
な
る
祭
礼
と
が
あ
り
ま
す
。

現
代
は
、
神
事
を
中
心
と
し
た
祭
り
と
い

う
言
葉
と
、
イ
ベ
ン
ト
と
い
う
言
葉
を
混

同
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

イ
ベ
ン
ト
は
、
毎
年
趣
向
を
凝
ら
し
て
工

夫
し
て
い
か
な
い
と
飽
き
ら
れ
て
し
ま

う
、
マ
ン
ネ
リ
化
し
て
し
ま
う
も
の
で
す

が
、
祭
り
は
全
く
逆
で
す
。
百
年
経
っ
て

も
変
え
な
い
で
い
る
、
変
わ
ら
な
い
も
の

で
あ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

氷
川
神
社
の
神
幸
祭
の
列
に
続
く
も
の

は
、
踊
り
屋
台
が
あ
っ
た
り
、
仮
装
行
列

が
あ
っ
た
り
と
、
そ
の
時
代
時
代
の
趣
を

取
り
入
れ
て
い
ま
し
た
。
で
も
、
神
幸
祭

の
行
列
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。い
ま
一
度
、

変
え
て
い
っ
て
い
い
も
の
と
絶
対
変
え
て

は
い
け
な
い
も
の
と
を
整
理
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
日
、
本
丸
御
殿
で
こ
う
い
う
会
を
持

て
た
と
い
う
こ
と
は
、
と
て
も
感
慨
深
い

も
の
が
あ
り
ま
す
。
川
越
城
の
城
主
が
氷

川
神
社
の
秋
祭
り
に
祭
礼
道
具
を
寄
進
し

て
始
ま
っ
た
の
が
、
川
越
氷
川
祭
で
す
。

正
に
そ
の
原
点
に
あ
る
本
丸
御
殿
で
こ
う

し
た
場
が
持
て
る
の
は
意
味
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。
市
制
施
行
九
十
周
年
と
い
う
節

目
に
、
こ
れ
か
ら
の
祭
り
を
考
え
る
上
で

大
事
な
場
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

市
長　

氷
川
神
社
の
境
内
で
行
っ
て
い
る

祭
り
を
公
開
は
し
て
い
な
い
の
で
す
か
。

山
田　

例
大
祭
を
公
開
し
て
い
ま
す
し
、

取
材
に
も
応
じ
て
い
ま
す
。

　

秋
の
祭
り
は
稲
の
収
穫
に
感
謝
を
す
る

も
の
で
す
。
田
ん
ぼ
と
い
う
の
は
隣
の
田

ん
ぼ
が
凶
作
で
自
分
の
田
ん
ぼ
だ
け
が
豊

作
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。
地
域

全
部
が
豊
作
な
り
凶
作
な
り
と
い
う
こ
と

を
共
有
す
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
祭
り
は

地
域
全
体
の
も
の
な
の
で
す
。

●
神
事
と
市
民
ま
つ
り

粂く
め

原は
ら

恒つ
ね

久ひ
さ

小
江
戸
川
越
観
光
協
会
会
長

　

元
々
川
越
ま
つ
り
は
川
越
氷
川
祭
と
一

体
の
も
の
で
し
た
。
10
月
14
日
と
15
日
と

い
う
開
催
日
に
は
そ
う
い
っ
た
意
味
が
あ

り
ま
し
た
。
し
か
し
、
平
成
9
年
か
ら
は

さ
ま
ざ
ま
な
事
情
か
ら
10
月
の
第
三
土
・

日
曜
日
に
変
わ
り
ま
し
た
よ
ね
。

　

山
田
宮
司
さ
ん
は
、
神
事
と
市
民
祭
り

と
し
て
の
「
川
越
ま
つ
り
」
の
日
程
が
ず

れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ど
う
お
感
じ

に
な
っ
て
い
ま
す
か
。

山
田　

10
月
14
日
、
15
日
と
い
う
日
付
は

氷
川
神
社
創
建
の
日
で
す
。
神
社
の
宮
司

と
し
て
答
え
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
今

生
き
て
い
る
我
々
の
意
見
だ
け
で
祭
礼
の

日
程
を
変
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
祭
り
は
ど
う
い
う
要
素
で
構

成
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考

え
ま
す
と
、
大
事
な
の
は
そ
の
地
域
に
住

ん
で
い
る
人
た
ち
の
交
流
の
場
で
も
あ
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
神
幸
祭
は
、

御お

神み
こ
し輿

に
乗
っ
た
神
様
が
町
中
に
出
て
行

っ
て
町
の
様
子
を
ご
覧
に
な
る
、
と
い
う

こ
と
で
す
か
ら
、
町
内
で
迎
え
る
体
制
を

整
え
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
そ
れ
が
時
代

と
と
も
に
位
置
付
け
が
変
わ
っ
て
く
る
の

は
致
し
方
の
な
い
面
が
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
御
神
輿
が
町
中
に
出
て
、
そ
の
後
ろ

に
山
車
が
つ
い
て
行
く
、
と
い
う
祭
礼
の

根
本
的
な
形
は
、
時
代
が
変
わ
っ
て
も
忘

れ
て
は
い
け
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

龍り
ゅ
う

神じ
ん

由ゆ

美み

小
江
戸
川
越
観
光
親
善
大
使

　

祭
り
の
日
程
が
14
日
、
15
日
か
ら
変
更

に
な
っ
た
こ
と
は
、
働
い
て
い
る
人
に
と

っ
て
は
参
加
し
や
す
く
な
っ
た
と
思
い
ま

す
。
し
か
し
、
ず
っ
と
続
い
て
き
た
、
変

え
て
は
い
け
な
い
と
い
う
意
味
で
は
残
念

に
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、私
の
通
っ
て
い
た
第
一
小
学
校
、

第
一
中
学
校
で
は
、
山
車
の
あ
る
町
内
と

山
車
の
な
い
町
内
が
混
在
し
て
い
ま
し

た
。
山
車
の
あ
る
町
内
の
子
は
、
一
時
限

■川越氷川祭の山車行事とは
　川越まつりのルーツが川越氷川祭で
す。慶安元年（1648）、当時の川越藩主・
松平伊豆守信綱が氷川神社の秋の例大祭
に神輿・獅子頭・太鼓などを寄進し、祭
りを奨励したことが始まりとされる川越
氷川祭。慶安4年（1651）から、華麗な
行列が氏子域の町々を巡行し、町衆も随
行するようになったのが山車行事で、江
戸の天下祭の影響を強く受けているとい
われています。平成17年2月21日、「川
越氷川祭の山車行事」として国の重要無
形民俗文化財に指定されました。
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だ
け
授
業
に
出
席
し
て
、
あ
と

は
帰
っ
て
良
か
っ
た
の
に
、
山

車
の
な
い
町
内
の
子
は
半
日
勉

強
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
て
、

と
て
も
悔
し
い
思
い
を
し
ま
し

た
。
祭
り
は
本
来
自
ら
参
加
し

て
楽
し
む
も
の
で
す
。現
在
は
、

見
て
も
ら
う
た
め
の
祭
り
に
な

り
つ
つ
あ
っ
て
、自
分
た
ち
の
、

川
越
の
人
の
た
め
の
祭
り
で
は

な
く
な
り
つ
つ
あ
る
と
感
じ
て

い
ま
す
。

市
長　

今
年
は
10
月
14
日
が
日

曜
日
、
15
日
が
月
曜
日
で
す
。

山
車
運
行
は
20
日
、
21
日
に
な

る
そ
う
で
す
が
、
川
越
氷
川
祭
は
七
日
間

に
な
る
の
で
す
か
。

山
田　

神
社
と
し
て
は
、
あ
く
ま
で
14
日

が
例
大
祭
、
15
日
が
神
幸
祭
と
い
う
意
識

が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
神
幸
祭
が
20
日
に

ず
れ
た
と
し
て
も
、実
際
に
は
15
日
の
朝
、

本
来
な
ら
ば
巡
幸
に
出
て
い
た
だ
く
神
様

に
対
し
て
報
告
を
す
る
祭
り
を
欠
か
さ
ず

行
っ
て
い
ま
す
。
15
日
を
ず
ら
し
て
土
曜

日
に
動
か
し
て
い
る
、
と
い
う
認
識
は
氷

川
神
社
に
は
な
い
の
で
す
。

馬
場　

そ
の
一
週
間
を
祭
り
に
し
て
も
良

い
と
思
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
行
事
が
あ

り
ま
す
か
ら
、
一
週
間
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

を
作
っ
て
も
良
い
と
思
い
ま
す
。

市
長　

行
政
や
「
川
越
ま
つ
り
協
賛
会
」

が
、
経
済
効
果
と
か
観
光
客
の
数
を
増
や

す
と
か
、
そ
う
い
う
方
に
力
点
が
移
っ
て

し
ま
う
、
目
的
が
シ
フ
ト
し
て
し
ま
う
こ

と
は
、
止
む
を
得
な
い
と
思
い
ま
す
。
し

か
し
、
根
本
的
な
所
は
ち
ゃ
ん
と
踏
ま
え

て
お
く
こ
と
が
大
切
な
の
で
し
ょ
う
ね
。

●
伝
統
と
継
承

市
長　

時
代
と
と
も
に
変
わ
っ
て
き
て
い

る
と
い
う
面
で
は
、
山
車
を
組
み
立
て
る

技
術
や
、
山
車
を
運
行
す
る
た
め
の
技
術

に
つ
い
て
、
職
人
、
と
り
わ
け
鳶と

び

職
な
ど

の
仕
事
を
ど
う
継
承
し
て
い
く
の
か
、
な

か
な
か
難
し
い
面
も
あ
る
よ
う
で
す
が
。

馬
場　

各
町
内
に
何
人
か
は
ち
ゃ
ん
と
分

か
る
人
が
い
る
の
で
す
が
、
あ
と
は
経
験

の
少
な
い
人
が
多
い
の
で
す
。

特
に
今
年
は
市
制
施
行
九
十
周

年
で
、
全
部
の
山
車
を
出
す
と

な
る
と
、
職
人
は
足
り
な
く
な

る
わ
け
で
す
。
初
め
て
の
人
に

は
二
～
三
回
講
習
を
受
け
た
上

で
や
っ
て
も
ら
わ
な
い
と
、
安

全
面
と
山
車
の
維
持
の
面
で
心

配
で
す
。

市
長　

町
内
の
人
を
育
成
し
、

伝
え
て
い
く
と
い
う
の
は
ど
う

で
す
か
。
伝
統
を
守
る
た
め
に

も
、
職
人
の
問
題
に
つ
い
て
さ

ま
ざ
ま
な
方
法
を
考
え
な
い
と

い
け
ま
せ
ん
ね
。

粂
原　

伝
統
は
、
曳ひ

っ
か
わ
せ
に
も
あ
る

ん
で
す
よ
。
林

は
や
し

家け

に
伝
わ
る
文
書
で
、
文ぶ

ん

化か

十
一
年（
一
八
四
八
）の
祭
礼
執
行
に
当

た
っ
て
の
町
方
の
記
録
に
よ
る
と
、
町
同

士
の
申
し
合
わ
せ
の
中
に
、
屋
台
が
す
れ

違
う
際
に
は
囃
子
を
す
る
と
い
う
記
述
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
「
曳
っ
か
わ
せ
」
の

原
型
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

私
が
子
ど
も
の
こ
ろ
は
、
互
い
の
山
車

を
曳
い
て
い
る
若
衆
が
ち
ょ
う
ち
ん
を
持

っ
て
は
や
し
立
て
、
そ
の
大
き
な
声
に
惑

わ
さ
れ
て
リ
ズ
ム
が
狂
っ
た
方
が
道
を
譲

る
と
い
う
風
習
が
ち
ゃ
ん
と
あ
り
ま
し

た
。
だ
か
ら
曳
っ
か
わ
せ
は
「
川
越
ま
つ

り
」
の
伝
統
な
の
で
す
。
昔
は
ち
ゃ
ん
と

判
断
す
る
人
が
い
て
、
勝
っ
た
方
が
ワ
ー

っ
と
気
勢
を
上
げ
た
の
で
す
。

馬
場　

今
は
形
式
化
し
て
し
ま
っ
て
、
曳

っ
か
わ
せ
の
時
に
リ
ズ
ム
を
崩
し
た
、
と

判
断
で
き
る
人
が
い
な
い
の
で
す
。

●
安
全
な
祭
り
で
あ
る
た
め
に

馬
場　

昨
年
は
、
規
制
が
厳
し
か
っ
た
印

象
が
あ
り
ま
す
。

龍
神　

あ
ま
り
厳
し
い
と
「
粋
」
と
は
言

え
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

馬
場　

こ
う
い
う
時
に
は「
川
越
ま
つ
り
」

が
、
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
と
し
て
国
か

ら
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
な
の
だ
と
い
う

こ
と
を
、
も
っ
と
前
面
に
打
ち
出
し
て
く

れ
る
と
あ
り
が
た
い
の
で
す
が
。

粂
原　

祭
礼
は
、
天
地
の
恵
み
に
感
謝
し

た
り
、無
病
息
災
を
願
っ
た
り
す
る
中
で
、

互
い
に
親
交
を
深
め
あ
っ
た
り
、
ぶ
つ
か

り
あ
っ
た
り
す
る
、
自
由
な
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
発
散
の
場
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。
安
全

の
範
囲
内
で
、
あ
る
程
度
自
由
に
し
て
も

よ
い
部
分
だ
と
思
い
ま
す
。

馬
場　

祭
り
な
の
で
す
か
ら
、
自
分
で
気

を
付
け
て
、
自
分
で
ち
ゃ
ん
と
動
き
な
さ

い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
祭
り
に
参
加
す

る
際
に
は
、
な
る
べ
く
他
人
に
迷
惑
を
か

け
ず
、
自
分
の
責
任
で
動
か
な
く
て
は
い

け
な
い
と
い
う
意
味
で
、
昔
か
ら
「
け
が

と
弁
当
は
自
分
持
ち
」
と
い
わ
れ
て
い
ま

し
た
。
ま
た
、
各
町
内
の
頭

か
し
ら

は
警
備
や
運

行
に
も
責
任
を
持
つ
も
の
な
の
で
す
。
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市
長　

各
町
内
は
交
差
点
に
入
っ
て
来
る

と
き
に
責
任
者
同
士
が
話
し
合
っ
て
い
ま

す
よ
ね
。そ
れ
で
調
整
を
す
る
の
で
す
が
、

そ
う
い
う
こ
と
を
信
頼
し
な
い
と
祭
り
が

成
り
立
た
な
い
で
す
。

馬
場　

安
全
を
図
る
た
め
、「
川
越
ま
つ

り
協
賛
会
」
か
ら
各
町
内
に
、
運
行
管
理

を
き
ち
ん
と
し
て
ほ
し
い
と
い
う
要
請
を

改
め
て
出
し
た
方
が
良
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
警
備
に
任
せ
る
だ
け
で
は
い

け
な
い
と
思
い
ま
す
。

●
市
制
施
行
九
十
周
年
を
祝
う

馬
場　

市
制
施
行
九
十
周
年
を
契
機
に
、

例
え
ば
百
周
年
に
向
か
っ
て
、
よ
り
良
い

祭
り
に
し
て
い
く
た
め
に
は
ど
の
よ
う
に

し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

山
田　

私
は
神
主
で
す
の
で
、
神
事
や
歴

史
的
な
も
の
に
関
し
て
は
思
い
が
強
い
で

す
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
市
制
施
行
百
周

年
、
百
五
十
周
年
と
進
ん
で

い
く
中
で
、
バ
ラ
ン
ス
を
ど

う
取
っ
て
い
く
の
か
が
将
来

的
に
は
大
事
に
な
っ
て
い
く

と
思
い
ま
す
。

　

今
回
東
日
本
大
震
災
が
起

き
た
あ
と
、
全
国
的
に
祭
り

を
自
粛
す
る
動
き
が
あ
り
ま

し
た
。
し
か
し
、
川
越
氷
川

祭
も
、
松ま

つ

平
だ
い
ら

信の
ぶ

綱つ
な

が
川
越

の
城
主
と
し
て
来
る
直
前
に

川
越
の
大
火
が
あ
っ
て
、
町

が
す
べ
て
焼
け
て
し
ま
っ
た

の
で
す
。
そ
の
中
を
松
平
信

綱
が
城
下
の
町
割
り
を
整
え

て
、祭
り
を
始
め
た
の
で
す
。

　

祭
り
を
盛
大
に
行
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
こ
の
地
域
の
共

同
体
が
更
に
結
束
し
て
、
よ

り
豊
か
な
明
日
が
あ
る
の
だ

と
。
そ
し
て
祭
り
の
場
で
考

え
る
の
は
個
人
の
幸
せ
で
は
な
く
て
、
あ

く
ま
で
地
域
の
繁
栄
を
考
え
る
の
だ
と
。

祭
り
の
意
味
合
い
を
も
う
一
度
理
解
し
た

う
え
で
、
盛
大
に
行
う
こ
と
が
被
災
地
を

励
ま
す
こ
と
に
も
通
じ
る
の
で
す
。

　
「
川
越
ま
つ
り
」
は
川
越
人
の
誇
り
で

す
。
祭
り
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
の
バ
ラ
ン

ス
を
取
り
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
を
考
え
て

い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

龍
神　

今
年
は
市
役
所
の
所
に
山
車
が
集

ま
る
の
で
す
か
。
人
も
山
車
も
あ
れ
だ
け

集
ま
る
と
大
変
で
す
よ
ね
。

馬
場　

集
ま
り
方
と
、
や
は
り
仕
切
り
で

す
ね
。
昔
か
ら
ず
っ
と
や
っ
て
い
る
の
で

す
か
ら
、
多
少
の
不
便
が
あ
っ
て
も
、
皆

さ
ん
の
合
意
で
、
こ
う
い
う
風
に
し
よ
う

と
い
う
話
が
で
き
れ
ば
い
い
と
思
い
ま

す
。
大
変
だ
か
ら
や
ら
な
い
、
と
い
う
の

は
お
か
し
い
で
す
。
楽
し
い
こ
と
や
い
い

こ
と
は
大
変
で
も
や
り
ま
し
ょ
う
、
と
い

う
の
が
本
来
で
す
。

市
長　

今
年
の
「
川
越
ま
つ
り
」
は
、
市

民
の
皆
さ
ん
が
参
加
す
る
市
制
施
行
九
十

周
年
記
念
事
業
の
中
で
も
メ
イ
ン
と
な
る

も
の
で
す
。
十
年
に
一
度
の
機
会
で
す
か

ら
、
ぜ
ひ
に
ぎ
や
か
に
、
盛
大
に
な
る
よ

う
願
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
か
皆
さ
ん
の
ご

協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　国指定重要無形民俗文化
財「川越氷川祭の山車行事」
には、すべてが含まれると
思います。つまり、山車や
囃子だけでなく、祭りのさ
まざまな準備や衣装なども
立派な文化財であると考え
ています。お年寄りから子
どもまで、そろいの着物に
身を包み、優雅に山車を曳

き回すのが川越まつり。神幸祭や仕舞いの囃子など、
守るべき伝統は守りつつ、町内だけでなく見に来た人
にも満足してもらえる工夫が必要です。
　安全で楽しいお祭りにするために「ここにいればす
べての山車が見られる」という場所ができると良いと
思います。また、時間がかかっても一つ一つ丁寧に行
うことも大切です。川越まつりをより良くするため、
山車を持つ町内・鳶職・囃子の皆さんなどと今後も協
力していきたいですね。

安全で楽しいお祭りに
川越氷川祭の山車行事保存会会長・笠

かさ

原
はら

啓
けい

一
いち

さん




